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伊
勢
の
式
年
遷
宮

中

西

正

幸

【
岡
野
友
彦
】皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
の
岡
野
友
彦
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
、

大
変
暑
い
中
を
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
平
成
二
十
五
年
度
公
開

学
術
講
演
会
に
お
集
ま
り
頂
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
神
道
研
究
所
は
、
昭
和
四
十
八
年

に
出
来
て
今
年
で
四
十
周
年
と
い
う
、
本
学
附
置
研
究
機
関
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
四
月
か

ら
、
史
料
編
纂
所
・
神
道
博
物
館
と
合
わ
せ
て
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
と
い
う

一
つ
の
組
織
に
な
り
ま
し
た
。
神
道
研
究
所
は
、
毎
年
、
公
開
学
術
講
演
会
と
公
開
学
術
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
と
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
、
ご
遷
宮
の
年
で
あ
り
、
い
よ
い
よ
明
日
か
ら

御
白
石
持
も
始
ま
り
、
伊
勢
の
町
も
心
な
し
か
わ
く
わ
く
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
致
し
て
お
り

ま
す
。
本
日
は
、
こ
の
ご
遷
宮
の
年
に
実
に
相
応
し
い
先
生
を
お
招
き
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
教
授
の
中
西
正
幸
先
生
で
す
。
中
西
先
生
は
、
昭
和
十
九
年

に
三
重
県
で
お
生
ま
れ
に
な
り
、
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
を
修
了
さ
れ
た
後
、
神
宮

権
禰
宜
、
総
務
部
弘
報
課
長
な
ど
を
経
て
、
現
在
は
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
の
教
授
で
、

博
士
（
神
道
学
）
の
学
位
を
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご
専
門
は
、
神
宮
学
・
神
道
祭

祀
学
で
す
。
主
要
業
績
と
し
て
、『
伊
勢
の
宮
人
』、
そ
れ
か
ら
『
神
宮
祭
祀
の
研
究
』、
そ
れ

か
ら
、『
神
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
祭
儀
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ご
紹
介
し
き
れ
な
い
程

の
た
く
さ
ん
の
ご
業
績
を
お
持
ち
で
す
。
こ
の
ご
遷
宮
の
年
に
開
催
さ
れ
る
神
道
研
究
所
の
公

開
学
術
講
演
会
と
し
て
は
、
ま
さ
に
余
人
を
も
っ
て
代
え
難
い
、
そ
う
い
う
先
生
を
本
日
は
お

招
き
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
八
月
、
九
月
、
そ
し
て
十
月
と
、
こ
の
伊
勢
の
町
を
あ
げ
て
、

ご
遷
御
を
お
迎
え
す
る
と
い
う
時
に
、
中
西
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
、
ご
遷
宮
の
詳
し
い
知
識

を
勉
強
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
中
西
先
生
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【
中
西
正
幸
】
た
だ
今
ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
中
西
正
幸
で
ご
ざ
い
ま
す
。
神
宮
と
極
め
て
深

い
関
係
が
あ
る
皇
學
館
大
学
か
ら
遷
宮
の
講
演
を
と
言
う
お
話
を
頂
き
、
大
変
光
栄
に
存
じ
て

お
る
と
こ
ろ
で
す
。
ど
う
ぞ
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
の
年
明
け
で
ご
ざ
い
ま

し
た
か
、
神
宮
の
参
拝
予
想
は
一
千
万
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
上
半
期
の
六
月

末
の
統
計
を
見
ま
す
と
、
六
百
五
十
万
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
年
は
式
年
遷
宮
を

迎
え
る
年
に
当
た
り
、
お
そ
ら
く
一
千
数
百
万
人
に
ま
で
達
す
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
一
般
の
方
々
か
ら
す
れ
ば
心
の
故
郷
伊
勢
を
訪
ね
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
参

拝
客
が
ど
ん
ど
ん
日
に
日
に
増
え
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
明
日
か
ら
始
ま
る
お
白
石
持
行
事
と

い
う
も
の
は
、
新
し
く
な
っ
た
御
殿
を
一
目
拝
し
た
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
実
に
沢
山
の

人
が
お
見
え
に
な
り
、
心
か
ら
楽
し
い
時
と
言
え
ま
す
。
私
も
八
月
三
日
に
、
慶
光
院
曳
に
加

え
て
頂
き
、
大
学
院
・
学
部
の
ゼ
ミ
生
と
共
に
参
加
出
来
る
こ
と
が
、
誠
に
楽
し
み
で
す
。
こ
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の
よ
う
な
時
に
、
式
年
遷
宮
の
講
演
を
と
い
う
お
話
を
頂
き
、
本
当
に
喜
ん
で
伺
っ
た
次
第
で
す
。

そ
の
中
で
、
九
月
十
三
日
か
ら
始
ま
る
御
戸
祭
と
い
う
お
祭
り
が
あ
り
、
十
月
二
日
は
内
宮
、

五
日
は
外
宮
の
遷
御
の
儀
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
式
年
遷
宮
の
お
祭
り
は
、
実
は
三
十

三
祭
も
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
し
か
け
八
年
を
要
し
た
こ
の
歳
月
の
中
で
、
お
祭
り
が
行
わ
れ
て
き

た
の
で
す
。
今
か
ら
残
っ
て
い
る
後
半
部
分
の
お
祭
り
は
、
僅
か
に
二
十
日
間
ほ
ど
の
間
に
全

て
執
り
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
式
年
遷
宮
祭
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
日
の
講
演
で
は
御
戸
祭
か
ら

十
月
初
め
に
斎
行
さ
れ
る
遷
宮
祭
に
つ
い
て
、
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
、
遷
宮
諸
祭

そ
こ
で
、
お
手
元
の
資
料
十
三
番
の
御
戸
祭
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
御
戸
祭
は
、「
頭
工
が
新

殿
御
扉
に
鑰
穴
を
穿
っ
て
、
竣
工
を
告
げ
る
祭
儀
」
で
す
。
頭
工
と
い
う
の
は
宮
大
工
で
す
。

御
殿
は
既
に
建
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宮
大
工
が
正
式
な
竣
工
を
告
げ
る
お
祭
り
が
「
御

戸
祭
」
な
の
で
す
。
宮
大
工
の
総
仕
上
げ
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
が
終
る
と
御
殿
・
御
門
の
御

鑰
が
宮
大
工
か
ら
神
職
に
引
き
渡
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
御
戸
祭
は
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
史
料
と
し
て
は
『
遷
宮
例
文
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
古

代
末
か
ら
中
世
初
め
に
か
け
て
の
十
八
回
の
遷
宮
記
録
を
集
め
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
と

言
わ
れ
、
そ
の
中
に
「
御
戸
立
祭
」
あ
る
い
は
「
清
鉋
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
て
お
り
ま
す
。

清
鉋
も
宮
大
工
た
ち
が
、
最
後
に
殿
内
・
殿
外
す
べ
て
に
鉋
が
け
を
し
て
、
神
職
に
引
き
継
ぐ

と
い
う
重
要
な
お
祭
り
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
清
鉋
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
近
世
以
来
あ
ま

り
言
わ
れ
ま
せ
ん
。
近
代
も
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
遷
宮
で
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、

鑰
穴
を
穿
っ
て
祭
儀
が
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
現
行
の
式
次
第
は
、
清
鉋
と
い

う
鉋
を
か
け
る
行
為
が
、
や
や
後
退
し
た
点
が
特
徴
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
御
船
代
奉
納
式
で
す
。
御
船
代
と
い
う
の
は
、
御
神
体
を
納
め
る
清
浄
な
御
器
で
す
。

カ
ヌ
ー
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
印
籠
の
よ
う
に
上
下
合
わ
せ
蓋
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
御
船
代
祭
と
い
う
お
祭
り
を
行
い
、
材
木
を
採
り
ま
し
た
。
平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
）
五
月
に
伐
採
を
行
っ
て
、
そ
れ
が
御
倉
に
納
め
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
採
っ
た

材
木
に
細
工
を
施
し
て
、
殿
内
に
納
め
る
と
い
う
の
が
こ
の
お
祭
り
で
す
。
享
保
十
四
年

（
一
七
二
九
）
の
『
外
宮
遷
宮
記
』
を
見
ま
す
と
、
秘
儀
と
し
て
触
れ
て
あ
り
ま
す
。
禰
宜
が

御
鑰
を
捧
げ
て
御
扉
を
開
き
、
東
宝
殿
を
開
い
て
御
船
代
を
生
絹
で
覆
い
、
御
殿
の
中
に
据
え

ま
つ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
せ
ん
ぐ
う
館
に
は
、
外
宮
の
御
正
殿
と
同
寸
法
の

展
示
が
ご
ざ
い
ま
す
。
せ
ん
ぐ
う
館
に
は
、
御
船
代
祭
に
使
う
鉋
も
展
示
し
て
あ
り
、
御
船
代

を
抉
る
非
常
に
珍
し
い
鉋
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
御
樋
代
と
い
う
も
う
一
つ
主
要
な
器
物
が
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
、
明
治
天
皇
の
「
も
う
二
度
と
そ
れ
は

開
け
る
こ
と
な
く
、
封
を
し
た
ま
ま
で
伝
え
な
さ
い
。」
と
い
う
命
令
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
翌
年
（
一
九
〇
〇
）
に
は
、
内
宮
の
御
正
殿
が
火
災
に
遭
い
、
臨
時
遷
宮
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
時
に
明
治
天
皇
か
ら
の
勅
封
と
い
う
形
で
、
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
次
は
洗
清
で
す
。
内
宮
で
は
九
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
洗
清
と
は
、
御

殿
が
宮
大
工
か
ら
神
職
に
引
き
継
い
だ
後
に
、
御
殿
を
全
部
「
洗
う
・
清
め
る
」
と
い
う
こ
と

が
こ
の
お
祭
り
で
す
。
新
殿
の
竣
工
に
伴
い
、
禰
宜
た
ち
が
、
清
水
で
洗
清
を
し
ま
す
。
こ
こ

で
重
要
と
な
る
の
が
水
で
す
。
内
宮
は
五
十
鈴
川
の
水
、
外
宮
は
御
井
の
水
を
使
い
ま
す
。
そ

し
て
、
御
神
体
を
納
め
る
御
樋
代
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
の
御
船
代
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
洗
い
清
め
ま

す
。
こ
の
祭
儀
は
禰
宜
が
殿
内
、
権
禰
宜
が
殿
外
を
洗
い
清
め
ま
す
。
し
か
し
、
一
点
だ
け
重
要

な
点
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
御
饌
殿
に
つ
い
て
で
す
。
御
饌
殿
は
、
外
宮
の
北
東
の
隅
に
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
所
管
は
内
宮
で
す
。
外
宮
に
あ
り
ま
す
が
内
宮
所
管
の
建
物
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

時
に
御
饌
殿
の
洗
清
が
あ
る
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
次
は
心
御
柱
奉
建
で
す
。
こ
れ
は
「
御
稲
御
倉
に
奉
安
し
て
き
た
心
御
柱
を
、

新
殿
の
床
下
に
秘
め
や
か
に
立
て
、
榊
葉
を
覆
い
ま
つ
る
」
と
い
う
祭
儀
で
す
。
心
御
柱
と
は

御
殿
の
構
造
と
は
何
の
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
建
築
上
は
力
学
的
な
繋
が
り
を
持
っ
て

い
な
い
約
一
メ
ー
ト
ル
余
の
柱
で
、
こ
の
心
御
柱
が
神
様
の
宿
る
霊
木
で
あ
る
と
固
く
信
じ
ら

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
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れ
て
き
ま
し
た
。
今
日
で
は
御
殿
を
先
に
建
て
た
後
に
、
床
下
に
心
御
柱
を
立
て
る
と
い
う
順

序
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
は
、
心
御
柱
奉
建
は
、
立
柱
祭
の
最
初
で
行
い
ま

し
た
。
古
く
は
心
御
柱
を
奉
建
す
る
ま
で
、
他
の
柱
穴
は
掘
ら
な
い
の
が
原
則
で
し
た
。
柱
を

立
て
る
時
に
、
最
初
に
立
て
ら
れ
る
の
が
、
心
御
柱
と
い
う
の
が
古
い
時
代
か
ら
の
言
い
伝
え

で
す
。
た
だ
し
、
今
日
で
は
、
九
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
遷
御
直
前
の

時
期
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
点
で
す
。
神
宮
最
古
の
文
献
で
あ
る
『
延
暦
儀
式
帳
』

の
中
に
は
、
禰
宜
の
他
に
大
物
忌
と
い
う
神
聖
な
童
女
が
、
心
御
柱
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が

見
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
に
も
同
様
に
見
え
て
お
り
ま
す
。
心
御
柱
を
立
て
た
後
に

正
殿
の
四
隅
柱
に
及
ぶ
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
点
が
古
い
原
則
と
現
状
と
で

は
、
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。

心
御
柱
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
「
立
て
違
い
」
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

立
て
た
柱
の
位
置
が
、
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
立
て
違
い
で
あ
っ
た
た

め
に
、
仮
殿
遷
宮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
、
歴
史
的
に
は
何
度
か
あ
り
ま

し
た
。
例
え
ば
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
六
月
の
『
禰
宜
注
進
状
』
に
は
、
禰
宜
た
ち
が
朝

廷
に
奏
上
し
た
中
に
、
心
御
柱
が
「
東
方
に
四
寸
、
北
方
に
二
寸
三
分
」
ず
れ
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
、
大
き
な
誤
差
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
立
て
違
い
に
あ
た
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
心
御
柱
は
、
そ
れ
ほ
ど
神
聖

で
丁
重
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
思
い
ま
す
。

九
月
二
十
八
日
に
は
杵
築
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
杵
築
祭
は
、
新
殿
の
柱
面
・
大
宮
所
を
撞
き

固
め
る
お
祭
り
で
す
。
ま
ず
古
式
饗
膳
を
行
い
ま
す
。
五
丈
殿
で
御
馳
走
を
召
し
上
が
っ
て
頂

き
、そ
の
後
に
奉
仕
員
が
真
っ
白
な
杖
を
一
本
ず
つ
受
け
取
り
御
殿
に
向
か
い
ま
す
。
そ
し
て
、

「
室
寿
の
古
歌
」
を
謡
い
ま
す
。

か
し
こ
し
や

五
十
鈴
の
宮
の
杵
築
し
て
け
り

杵
築
し
て
け
り

国
ぞ
栄
ゆ
る

郡
ぞ

栄
ゆ
る

万
代
ま
で
に

万
代
ま
で
に

古
歌
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
新
し
く
出
来
た
建
物
を
寿
ぐ
歌
で
す
。

そ
の
後
に
、
神
職
が
倭
舞
を
納
め
ま
す
。
今
日
の
杵
築
祭
は
以
上
が
大
ま
か
な
概
要
で
す
。
し

か
し
、
歴
史
的
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
部
分
が
見
え
て
き
ま
す
。『
延
暦
儀
式
帳
』
で
は
、

正
殿
の
大
宮
所
に
「
役
夫
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
役
夫
と
は
、
人
夫
と
全
く
同
じ
意
味
で
、

人
夫
た
ち
が
運
ん
だ
土
を
均
し
て
置
き
、
そ
し
て
柱
面
を
打
ち
固
め
る
と
い
う
第
二
の
作
業
に

入
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
第
一
番
は
土
を
均
す
、
第
二
番
が
杖
で
柱
面
を
小
突
く
と
い
う

二
つ
の
作
業
が
あ
り
ま
し
た
。
御
白
石
持
が
、
明
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
石
持
ち
な

の
で
す
。
石
持
ち
の
前
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
砂
持
ち
が
あ
り
、
そ
の
前
に
土
持
ち
が
あ

り
ま
す
。
土
を
入
れ
均
す
と
い
う
の
は
御
白
石
持
を
指
し
、
杵
築
祭
も
一
つ
の
行
事
で
し
た
。

御
白
石
持
は
、
土
を
入
れ
、
砂
を
入
れ
、
石
を
入
れ
る
と
い
う
第
三
番
目
の
作
業
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
白
い
杖
に
つ
い
て
は
、
檜
が
使
用
さ
れ
長
さ
が
五
尺
三

寸
、
切
り
口
が
一
寸
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
に
明
衣
を
賜
る
と
い
う
こ
と
が
、
昔
か
ら
の
慣

例
で
し
た
。
明
衣
と
は
、
清
浄
な
衣
服
と
い
う
意
味
で
す
。
宮
司
あ
る
い
は
禰
宜
等
が
、
御
遷

御
の
時
に
、
袍
の
上
へ
着
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
権
禰
宜
以
下
は
、
折
り
畳
ん
だ
形
の
物
を
肩

か
ら
脇
に
下
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
掛
明
衣
と
言
い
ま
す
。
杵
築
祭
は
、
こ
の
掛
明
衣
を
着
け

て
奉
仕
し
ま
す
。
こ
れ
は
遷
宮
の
お
祭
り
の
中
で
も
、
特
別
な
お
祭
り
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
後
鎮
祭
で
す
。
一
般
的
に
は
、
建
築
前
に
地
鎮
祭
を
行
い
ま
す
。
後
鎮
祭
と
は
、
建
物

が
建
っ
た
後
で
行
う
鎮
め
の
祭
り
で
す
。
神
宮
で
は
鎮
地
祭
だ
け
で
は
な
く
、
後
鎮
祭
も
行
う

と
い
う
こ
と
が
重
要
な
点
で
す
。

次
に
御
装
束
神
宝
読
合
で
す
。
遷
御
前
日
の
十
一
月
一
日
に
行
な
わ
れ
、
新
た
に
調
進
さ
れ

た
御
装
束
神
宝
を
新
四
丈
殿
で
検
分
し
ま
す
。
ま
ず
、御
装
束
神
宝
の
内
容
に
間
違
い
な
い
か
、

寸
法
な
ど
に
つ
い
て
点
検
が
行
わ
れ
ま
す
。
御
装
束
は
、
お
召
物
や
殿
内
奉
飾
品
で
す
。
神
宝

は
、
殿
内
奉
納
の
威
儀
物
に
な
り
ま
す
。
威
儀
物
と
は
、
権
威
を
示
す
品
の
こ
と
で
す
。『
延
暦

儀
式
帳
』
に
よ
る
と
、
内
宮
は
新
殿
遷
奉
御
装
束
九
品
、
樋
代
装
束
六
種
、
出
坐
御
床
に
関
わ

る
も
の
が
七
十
七
種
類
、
宝
物
が
十
九
種
類
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
出い

で

坐ま
し
の

御ぎ
ょ

床ざ

と

伊
勢
の
式
年
遷
宮
（
中
西
）
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は
、
神
様
が
昼
間
お
ら
れ
る
神
座
の
こ
と
で
す
。
外
宮
に
対
し
て
は
、
御
装
束
物
三
十
六
種
と

い
う
以
外
に
、『
延
暦
儀
式
帳
』
に
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
外
宮
は
、
宝

物
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
推
測
が
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
は
外
宮
も
宝
物
が
あ
る
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
し
ょ
う
。
最
後
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
表
は
、
内
宮

は
元
亨
三
年（
一
三
二
三
）か
ら
明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）、外
宮
は
永
禄
六
年（
一
五
六
三
）

か
ら
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
の
御
宝
物
が
、
行
列
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
こ
の
一

覧
表
を
見
る
と
、
外
宮
の
宝
物
が
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
々
に
加
進
さ
れ
た
宝
物
で
す
。
特

に
中
世
末
か
ら
近
世
初
め
に
非
常
に
多
く
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
表
の
中
か
ら
は
、
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）
に
圧
倒
的
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
棒
持
す
る
人
々
を
含
め
る
と
、

二
百
三
十
七
名
が
奉
仕
し
ま
し
た
。
今
日
で
は
、
外
宮
の
遷
御
に
携
わ
る
人
は
六
・
七
十
名
ほ

ど
で
す
か
ら
、
そ
の
四
倍
近
く
の
人
が
、
行
列
を
組
ん
で
並
ん
だ
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
こ
れ
は

元
禄
遷
宮
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
宝
物
が
外
宮
の
方
で
調
進
さ
れ
た
か
が
わ
か
る

と
思
い
ま
す
。
外
宮
領
と
内
宮
領
と
を
比
べ
る
と
、
外
宮
領
の
方
が
経
済
的
に
豊
か
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
事
情
も
、
こ
の
行
列
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
『
寛
正
三
年
内
宮
遷
宮
記
』
に
は
、
御
装
束
神
宝
読
合
が
行
わ
れ
る
遷
御
の
四
日
前
の

状
況
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
で
は
遷
御
前
日
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
中
世
末
に
は
、
三
・
四

日
の
猶
予
を
見
て
点
検
を
し
て
い
ま
し
た
。
十
一
月
二
十
四
日
に
、
宮
司
・
禰
宜
が
斎
王
候
殿

に
参
進
し
ま
す
。
こ
の
斎
王
候
殿
は
、
現
在
の
四
丈
殿
の
あ
た
り
に
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
御

垣
内
の
中
で
、
手
前
に
一
番
大
き
く
見
え
る
御
殿
が
四
丈
殿
で
す
。
こ
の
斎
王
候
殿
で
読
合
を

始
め
る
と
、
辛
櫃
に
御
金
物
が
付
い
て
い
な
い
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
辛
櫃

を
肩
に
担
う
た
め
の
「
朸
（
お
う
こ
）」
と
い
う
棒
も
付
つ
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、

辛
櫃
の
姿
形
を
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、官
符
に
合
わ
せ
て
行
事
が
進
み
ま
す
が
、

こ
れ
は
朝
廷
の
目
録
に
従
っ
て
子
細
に
宝
物
を
点
検
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
十
四
日
か
ら

二
十
五
日
ま
で
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
読
合
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
外
宮
の
御
装
束
と
し
て
第
一

番
の
屋
形
紋
・
錦
御
被
と
い
う
、
夜
寝
る
時
の
夜
具
の
よ
う
な
掛
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
問

題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
宮
側
は
、
京
都
の
行
事
官
に
御
装
束
の
現
物
を
突
き
返
し

て
い
ま
す
し
、
さ
ら
に
玉
纏
御
太
刀
・
須
賀
利
御
太
刀
に
も
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
の
式
年
遷
宮
に
は
、
六
十
振
の
刀
が
鍛
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
第
一
番
目
が
玉
纏
御
太
刀
で

あ
り
、
第
二
番
目
が
須
賀
利
御
太
刀
で
す
。
そ
の
一
番
目
と
二
番
目
の
太
刀
に
問
題
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
重
大
な
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
中
世
末
葉
の
神
宮
が
一
番
疲
弊
し
て
い

る
時
の
宝
物
は
、
調
製
が
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
神
宝
を
行
事
官
に
返
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
御
装
束
神
宝
読
合
が
形
式
的
に
品
物
を
点
検
す
る
と
い
う
行
事
で
は
な
く
、

ど
う
し
て
も
読
合
を
行
わ
ね
ば
な
ら
い
時
代
で
、必
然
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
一
つ
だ
け
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
一
七
三
五
）
に
久
志
本
常

彰
と
い
う
神
職
が
い
ま
す
が
、
こ
の
常
彰
が
克
明
に
メ
モ
を
残
し
て
い
る
の
で
紹
介
し
ま
す
。

当
時
ど
れ
ほ
ど
読
合
が
大
事
で
、
目
利
き
が
で
き
な
い
と
行
事
官
と
渡
り
合
え
な
い
と
い
う
内

容
を
記
し
て
い
ま
す
。
読
合
の
場
面
に
お
い
て
、
行
事
官
と
神
職
は
対
立
す
る
程
に
、
激
し
い

議
論
を
交
わ
す
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
に
送
文
と
木
尺
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。『
寛
永
九
年
外
宮
遷
宮
記
』
に
よ
る
と
、
九

月
二
十
九
日
か
ら
読
合
が
行
わ
れ
、
行
事
所
に
お
い
て
読
合
役
人
が
式
目
の
読
合
せ
を
し
ま
し

た
が
、こ
の
式
目
は
非
常
に
大
事
で
す
。
中
世
ま
で
は
天
皇
か
ら
送
文
が
届
い
て
い
ま
し
た
が
、

近
世
に
な
る
と
、
そ
れ
が
途
絶
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
宝
物
を
作
る
人
た
ち
が
調
製
し
た
品
々

の
目
録
に
合
わ
せ
て
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
目
録
が
式
目
で
す
。
こ
の
式
目
に
従
っ
て
、
一

つ
一
つ
の
品
々
に
木
尺
を
用
い
て
測
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、今
日
で
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
激
動
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
神
職
と
伝
統
工
芸
者
達
と
が
、
激
し
い
議
論
を
し
た
場
面
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

次
は
川
原
大
祓
で
す
。
今
日
で
は
十
月
一
日
の
午
後
四
時
に
行
わ
れ
ま
す
。
川
原
大
祓
と

は
、
遷
御
前
日
に
祓
戸
神
の
霊
威
を
讃
え
て
、
遷
御
の
御
列
に
用
い
ら
れ
る
奉
遷
御
料
や
神
宝

辛
櫃
二
十
四
個
、
端
麗
な
奉
仕
姿
の
奉
仕
員
す
べ
て
を
祓
い
清
め
ま
す
。
今
回
か
ら
辛
櫃
が
、

赤
と
黒
と
で
塗
り
分
け
ら
れ
、
従
来
の
川
原
大
祓
と
は
情
景
が
一
変
す
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
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で
、
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
延
暦
儀
式
帳
』
に
よ
れ
ば
、
式
年
遷
宮
を
担
当
す
る
最

高
の
役
職
は
造
宮
使
で
、
こ
の
当
時
は
勅
使
が
造
宮
使
を
兼
務
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
使
の
次
は
王
で
、
王
と
い
う
位
に
あ
る
高
級
な
貴
族
の
こ
と
で
す
。
造
宮

使
や
王
が
御
装
束
神
宝
を
神
宮
に
届
け
、
大
宮
司
と
共
に
玉
串
所
に
至
る
こ
と
は
記
し
て
い
ま

す
が
、川
原
大
祓
を
受
け
た
と
は
一
切
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
川
原
大
祓
と
い
う
の
は
、

本
来
は
神
宮
の
職
員
だ
け
が
行
う
お
祓
い
行
事
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮

記
』
を
見
る
と
、
そ
の
あ
た
り
の
様
子
が
違
っ
て
お
り
、
御
装
束
と
諸
員
を
一
緒
に
集
め
て
お

祓
い
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
姿
は
、
中
世
の
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
以

降
の
伝
統
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
延
暦
儀
式
帳
』
ま
で
は
遡
れ
な
い
と

い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
注
意
が
必
要
な
点
は
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
の
川
原
大
祓
で
は
、
御
装
束
と
諸

員
一
緒
に
祓
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
祓
が
後
退
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
中
世

末
葉
に
な
る
と
、
遷
宮
と
川
原
大
祓
と
は
密
接
な
関
係
を
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
る
い

は
廃
絶
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
さ
え
し
ま
す
。
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
の
遷

宮
に
際
し
て
、
川
原
大
祓
を
復
興
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
禰
宜
・
権
禰
宜
・
内
人
が
奉

仕
し
ま
し
た
が
、
祭
主
や
宮
司
は
川
原
大
祓
に
参
列
し
て
い
ま
せ
ん
。
今
日
の
川
原
大
祓
に
は

祭
主
以
下
が
並
び
ま
す
が
、
こ
れ
は
近
代
以
降
の
姿
で
あ
り
、
近
世
ま
で
は
参
列
し
な
か
っ
た

の
で
す
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
時
に
、
祭
主
以
下
が
新
四
丈
殿
で
の
読
合
後
に
、

川
原
に
出
て
一
斉
に
お
祓
い
を
す
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
し
た
。
川
原
大
祓
に
は
、
歴
史
的
変

遷
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。

二
、
遷

御

こ
こ
か
ら
は
十
月
二
日
の
遷
御
当
日
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
当
日

に
は
、
ま
ず
御
飾
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
遷
御
当
日
に
大
宮
司
・
少
宮
司
・
禰
宜
以
下
が
、

新
旧
両
宮
を
御
装
束
・
神
宝
で
殿
内
を
装
飾
し
、
遷
御
の
諸
準
備
を
整
え
、
祭
主
の
検
知
を
仰

ぐ
と
い
う
行
事
で
す
。『
延
暦
儀
式
帳
』
に
は
、「
新
宮
仕
弖
遷
奉
状
（
に
い
み
や
つ
か
え
ま
つ

り
て
う
つ
し
ま
つ
る
か
た
ち
）」、「
御
裝
束
儲
備
奉
進
状
（
み
し
ょ
う
ぞ
く
ま
け
そ
な
え
て
た

て
ま
つ
る
か
た
ち
）」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
の
文
章
が
非
常
に
重
要
で
す
。
ま
ず
神
遷
し

が
あ
り
、
そ
の
後
で
目
録
ど
お
り
に
殿
内
に
、
御
装
束
・
神
宝
を
納
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
外
宮
で
は
、
十
三
日
に
壁
代
・
帷
子
を
装
飾
し
、
十
五
日
に
御
装
束
物
を
進
納
し
て
い

ま
し
た
。
二
日
が
か
り
の
殿
内
御
飾
・
装
飾
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
飾
り

付
け
る
順
序
は
、
ま
ず
御
幌
と
い
う
カ
ー
テ
ン
状
の
物
を
出
入
り
口
に
つ
る
し
ま
す
。
そ
し
て

内
部
に
神
座
を
組
ん
で
行
き
ま
す
。
こ
れ
を
御
蚊
屋
天
井
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
天
井
の
裏

に
対
し
て
絹
を
張
り
、
壁
を
絹
で
囲
み
、
こ
れ
を
壁
代
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
土
代
と
い
っ

て
、
土
の
代
わ
り
と
な
る
よ
う
な
麻
の
敷
物
を
下
に
敷
き
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
読
合

と
御
飾
と
い
う
二
つ
の
行
事
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
ら
か
な
区
分
が
つ
い
て
い
な
い
の

が
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
姿
で
し
た
。
今
日
で
は
読
合
と
御
飾
が
、
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
中
世
ま
で
は
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
裁
縫
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
裁
縫
行
事
に
は
絹
垣
と
行
障
が
関
係

し
ま
す
。
絹
垣
と
行
障
は
、
古
代
社
会
で
は
官
下
物
と
い
い
、
天
皇
か
ら
賜
る
物
で
し
た
。
し

か
し
、
中
世
以
降
は
、
神
宮
独
自
で
調
製
す
る
こ
と
に
な
り
、
朝
廷
は
こ
れ
に
関
わ
り
を
持
た

な
く
な
り
ま
し
た
。
神
宮
と
し
て
は
、
絹
垣
と
行
障
を
作
り
あ
げ
る
工
程
を
裁
縫
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
絹
垣
と
行
障
の
調
製
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
裁
縫
行
事
が
行
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
が
近
世
以
降
の
例
で
す
。
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
の
遷
宮
の
際
に
は
、
東

宝
殿
の
下
で
、
権
禰
宜
が
絹
垣
・
行
障
を
糸
針
で
縫
い
、
支
え
棒
に
紙
縒
り
で
結
わ
え
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
遷
御
の
時
を
迎
え
ま
す
。
遷
御
は
午
後
八
時
で
す
。
大
御
神
が
正
殿
か
ら
新
殿
へ

と
御
渡
り
に
な
る
遷
御
は
、
遷
宮
祭
き
っ
て
の
至
高
の
秘
儀
で
す
。
参
道
沿
い
の
奉
拝
者
が
厳

粛
な
時
刻
を
待
つ
と
も
に
、
勅
使
・
祭
主
以
下
が
参
進
し
て
古
殿
の
御
扉
を
開
き
、
召
立
に
連

れ
て
前
陣
・
後
陣
の
列
次
を
組
み
ま
す
。
午
後
八
時
の
前
に
は
「
カ
ケ
コ
ー
」
と
鶏
の
鳴
き
声

伊
勢
の
式
年
遷
宮
（
中
西
）
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を
な
ぞ
り
、
午
後
八
時
に
勅
使
が
「
出
御
」
を
唱
え
ま
す
。
絹
垣
に
秘
め
ら
れ
た
大
御
神
の
御

列
が
、
瑞
々
し
い
新
殿
へ
と
御
渡
り
に
な
ら
れ
る
の
で
す
。
資
料
の
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』

と
『
寛
文
九
年
外
宮
遷
宮
記
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
の
中
で
特
に
『
寛
文
九
年
外
宮
遷
宮
記
』

を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
ま
ず
禰
宜
以
下
が
庁
舎
に
列
立
し
ま
す
。
次

に
仮
御
樋
代
・
絹
垣
・
行
障
を
出
し
ま
す
。
仮
御
樋
代
は
、
古
殿
か
ら
新
殿
へ
の
遷
御
の
行
列

の
と
き
の
み
使
う
器
物
で
す
。
続
い
て
、
正
・
権
禰
宜
が
御
池
祓
を
受
け
ま
す
。
遷
宮
の
お
祓

い
は
、
通
常
の
お
祓
い
と
は
違
い
、
外
宮
の
場
合
は
、
外
宮
の
中
の
御
池
の
畔
で
行
わ
れ
ま
す
。

次
に
奉
遷
使
・
祭
主
・
宮
司
も
二
鳥
居
で
清
め
、
玉
串
行
事
所
で
太
玉
串
を
執
り
、
正
宮
に
納

め
る
玉
串
行
事
が
あ
り
ま
す
。
玉
串
行
事
が
終
わ
る
と
正
殿
・
東
宝
殿
を
開
き
、
使
で
あ
る
祭

主
の
告
刀
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
禰
宜
が
新
宮
の
御
扉
を
開
き
ま
す
。
召
立
に
つ
れ
て
神
財

を
捧
げ
持
ち
東
西
に
分
か
れ
て
立
ち
ま
す
。
進
御
し
て
、
こ
こ
で
遷
御
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
新
宮
前
に
て
再
び
召
立
を
し
、
神
財
を
殿
内
外
に
納
め
ま
す
。
奉
遷
使
で
あ
る

祭
主
、
宮
司
・
禰
宜
が
、
一
殿
に
つ
き
饗
膳
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
す
。
饗
膳
に
対
し
て
は
、

報
告
の
書
面
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
を
勤
行
文
と
い
い
ま
す
。
勤
行
文
は
天
皇
に
報
告
す
る
文

書
で
す
。
こ
の
勤
行
文
に
際
し
て
、
禰
宜
・
宮
司
・
祭
主
が
署
名
を
し
て
帰
館
し
ま
す
。

寛
文
の
遷
宮
時
に
重
大
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
遷
御
の
行
列
が
、
御
垣
内
の
中
で
の
み
行
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
参
道
に
奉
拝
す
る
の
が
現
代
の
姿
で
す
が
、
こ
れ
は
寛
文
遷
宮
以
後

の
こ
と
で
す
。
こ
れ
以
前
は
、
仮
殿
遷
宮
の
奉
仕
で
す
か
ら
、
御
垣
内
を
右
な
い
し
は
左
に
曲

が
っ
て
、
い
き
な
り
隣
の
御
殿
へ
遷
る
と
い
う
こ
と
が
今
日
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

奉
遷
路
が
違
う
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
す
。
ま
た
先
ほ
ど
、
外
宮
で
は
元
禄
遷
宮
の
と

き
に
、
宝
物
が
非
常
に
多
か
っ
た
と
述
べ
ま
し
た
。
ま
ず
具
体
的
に
は
、
蟷
螂
型
の
御
太
刀
が

あ
り
ま
す
。
蟷
螂
と
い
う
の
は
、
カ
マ
キ
リ
の
こ
と
で
す
。
カ
マ
キ
リ
の
腕
の
形
を
し
た
太
刀

で
、
し
か
も
曲
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
琴
の
尾
が
鵄
の
尻
尾
の

よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
鵄
尾
御
琴
、
玉
簾
の
よ
う
な
物
で
、
貴
人
が
腰
の
辺
り
に
つ
け
る

玉
佩
も
元
禄
遷
宮
で
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

次
に
御
遥
拝
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
は
天
皇
陛
下
が
御
遥
拝
に
な
る
儀
式
で
、
伊
勢

の
式
年
遷
宮
の
み
行
わ
れ
ま
す
。『
禁
秘
御
鈔
』
に
よ
れ
ば
、
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
の
仮

殿
遷
宮
の
夜
に
、
堀
河
天
皇
が
朝
庭
に
お
い
て
、
御
拝
あ
ら
せ
ら
れ
ま
し
た
。
庭
上
御
拝
で
す

か
ら
、
天
皇
が
庭
に
下
り
大
地
に
跪
く
よ
う
な
形
で
、
御
遥
拝
さ
れ
る
の
が
伊
勢
の
遷
宮
で
す
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
九
月
の
例
は
、
内
宮
は
四
日
、
外
宮
は
七
日
に
遷
御
が
あ
り
ま
し
た
。

明
治
天
皇
は
、
遷
御
と
同
時
刻
に
皇
居
の
庭
上
に
下
り
立
た
れ
て
、
遷
御
の
儀
を
御
遥
拝
な
さ

れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
伊
勢
の
遷
宮
の
格
式
は
、
極
め
て
高

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
年

（
一
九
二
九
）
の
遷
宮
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
・
内
務
大
臣
・
三
重
県
知
事
等
が
参
列
し
、
最

高
の
儀
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
遷
宮
を
基
本
と
し
て
、
今
日
も
御

儀
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
、
遷
御
後

次
は
大
御
饌
で
す
。
式
年
遷
宮
の
歴
史
の
中
で
、
三
十
四
回
ま
で
は
遷
宮
と
神
嘗
祭
と
重

な
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
点
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
遷
御
の
次
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
が
重

要
で
、
遷
宮
だ
け
で
は
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
初
回
か
ら
三
十
四
回
ま
で
は
、

遷
御
を
行
っ
た
後
に
神
嘗
祭
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
本
来
の
神
嘗
祭
よ
り
大
き
な

神
嘗
祭
と
い
う
意
味
で
、「
大
神
嘗
祭
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
遷
宮

だ
け
分
離
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
殿
舎
な
ど
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
、
神
宝
が
京
都
か
ら
届

い
て
い
な
い
な
ど
の
事
情
で
、
式
年
遷
宮
が
分
離
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
歴
史
の
流
れ
で

す
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
非
常
に
重
大
な
変
更
が
起
こ
り
ま
す
。
式
年
遷
宮
は
今
日

で
は
十
月
に
行
い
ま
す
が
、
歴
史
的
に
は
九
月
に
行
い
ま
し
た
。
九
月
に
行
え
な
い
時
は
、

十
二
月
に
行
い
ま
す
。
あ
る
い
は
二
月
に
行
う
こ
と
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
式
年
遷
宮
を
十
二

月
や
二
月
に
行
う
の
は
、
祭
主
が
京
都
か
ら
伊
勢
へ
下
向
し
て
い
る
時
に
、
式
年
遷
宮
を
行
う

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
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と
い
う
便
宜
措
置
が
ず
っ
と
続
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
、
神
嘗
祭
と
式
年
遷
宮
と
が
重
な
る
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
神
嘗
祭
は
神
宮
の

御
鎮
座
の
日
に
、
お
供
え
す
る
御
饌
と
い
う
の
が
重
要
で
し
た
。
九
月
十
七
日
に
内
宮
が
御
鎮

座
に
な
り
、
外
宮
は
九
月
十
六
日
に
御
鎮
座
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
御
鎮
座
日
の
奉
祝
と
い
う

こ
と
が
、
第
一
の
意
味
で
し
た
。
新
穀
を
奉
る
こ
と
は
、
こ
の
時
に
収
穫
さ
れ
た
新
穀
を
神
様

に
召
し
上
が
っ
て
頂
く
も
の
で
す
。
米
の
文
化
が
日
本
文
化
の
基
本
に
あ
る
な
ら
ば
、
神
と
共

に
人
も
蘇
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
基
本
的
な
考
え
で
す
。
そ
し
て
、
神
嘗
祭
が
正
月
で
あ
る
と

い
う
考
え
が
神
宮
に
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
正
月
と
は
、
早
稲
の
新
穀
を
初
め
て
口

に
す
る
日
と
い
う
考
え
方
で
す
。
現
在
の
暦
に
お
い
て
一
月
一
日
に
一
年
が
始
ま
る
と
い
う
よ

う
な
考
え
と
は
全
く
別
の
意
識
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
米
の
文
化

が
基
本
と
し
て
、
神
嘗
祭
を
本
格
的
に
お
祭
り
す
る
た
め
、
二
十
年
あ
る
い
は
二
十
一
年
ご
と

に
御
殿
・
神
宝
な
ど
す
べ
て
を
改
め
て
遷
宮
を
行
い
、
そ
の
後
に
、
神
嘗
祭
を
行
う
と
い
う
こ

と
が
、
三
十
四
回
の
式
年
遷
宮
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
、
重
要
視
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

次
に
行
わ
れ
る
の
が
奉
幣
で
す
。
こ
れ
は
天
皇
か
ら
の
御
幣
を
正
殿
に
奉
る
と
い
う
儀
式
で

す
。
通
常
の
奉
幣
行
事
と
は
異
な
り
、
勅
使
・
祭
主
以
下
が
参
道
で
幣
帛
を
読
み
合
わ
せ
、
太

玉
串
を
奉
持
し
て
参
進
し
ま
す
。
通
常
の
奉
幣
は
、
四
丈
殿
で
読
み
合
わ
せ
行
わ
れ
ま
す
が
、

参
道
で
行
う
と
い
う
こ
と
が
遷
宮
時
の
奉
幣
行
事
の
重
要
な
点
で
す
。
正
宮
に
参
進
後
は
、
勅

使
の
祭
文
に
続
い
て
太
玉
串
を
納
め
ま
す
。
次
い
で
、
東
宝
殿
に
幣
帛
を
奉
納
し
、
五
丈
殿
に

お
い
て
古
式
饗
膳
を
か
こ
む
と
い
う
次
第
で
進
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
一

社
奉
幣
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
神
嘗
祭
の
奉
幣
行
事
は
「
例
幣
」
と
い
う
言
葉
で
一
般
的
に
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
恒
例
の
御
幣
を
奉
る
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
遷
宮
祭
の
奉
幣

で
「
一
社
」
と
い
う
場
合
は
、
伊
勢
の
両
宮
を
並
べ
て
「
一
社
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

戦
国
時
代
に
百
三
十
年
間
も
遷
宮
が
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
う
に
か
遷
宮
を

行
っ
た
の
が
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
で
し
た
。
そ
の
時
に
正
親
町
天
皇
か
ら
御
幣
が
奉
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
は
外
宮
の
遷
宮
だ
け
で
、
両
宮
そ
ろ
っ
て
遷
宮

が
行
わ
れ
た
の
は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
な
り
ま
す
。
こ
の
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

か
ら
、
両
宮
で
は
幣
帛
を
奉
る
と
い
う
新
例
が
開
か
れ
、
神
嘗
祭
の
例
幣
に
対
し
て
「
一
社
奉

幣
」
と
称
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
幕
府
か
ら
多
大
な
援
助
が
あ
り
ま
し
た
。
慶
安
二
年

（
一
六
五
三
）
の
遷
宮
か
ら
、
三
代
将
軍
の
御
名
代
と
し
て
上
使
が
差
遣
さ
れ
、
渡
御
・
奉
幣

に
参
列
を
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、
忠
臣
蔵
で
有
名
な
吉
良
上
野
介
も
高
家
の
出
身
で
有
職
故
実

の
大
家
で
す
か
ら
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
伊
勢
上
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
て

い
ま
す
。
上
使
は
造
営
奉
行
・
警
固
奉
行
な
ど
を
従
え
て
い
ま
す
。
実
際
に
安
濃
津
の
藤
堂
藩

藩
主
、
鳥
羽
の
稲
垣
藩
藩
主
が
上
使
に
し
た
が
っ
て
参
列
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
も
幕
府

主
導
型
の
遷
宮
が
行
わ
れ
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
後
は
、
前
回
の
遷
御
ビ
デ
オ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
の
前
に
ビ
デ
オ
の
内
容
を

紹
介
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
遷
御
当
日
は
参
拝
が
停
止
さ
れ
ま
す
。
十
月
二
日
午
後
一
時
以
降

は
、
一
般
参
拝
が
全
部
停
止
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
参
拝
は
宇
治
橋
前
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
宮
域
内
に
は
立
ち
入
れ
ま
せ
ん
。
古
殿
か
ら
新
殿
ま
で
雨
儀
廊
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

雨
儀
廊
は
板
葺
の
屋
根
で
、
雨
が
降
っ
て
も
大
丈
夫
な
よ
う
に
屋
根
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
特

徴
で
す
。
こ
れ
は
だ
い
た
い
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
雨
儀
廊
は
遷
宮
祭
と
、
即
位
後

に
行
わ
れ
る
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
御
親
閲
の
両
度
以
外
は
、
作
ら
れ
な
い
き
わ
め
て
特
別
な

屋
根
で
す
。
そ
の
後
、
奉
拝
席
に
人
々
が
入
り
始
め
る
の
が
、
午
後
四
時
過
ぎ
で
す
。
宮
大
工

も
参
列
し
ま
す
。
ま
た
、
供
奉
員
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
黒
や
赤
の
袍
を
着
け
て
参
進
し
ま
す
。

皇
族
代
表
と
し
て
、
前
回
は
秋
篠
宮
文
仁
親
王
殿
下
も
御
参
列
に
な
り
ま
し
た
。
午
後
六
時
に

勅
使
・
小
出
英
忠
掌
典
長
、
池
田
厚
子
祭
主
以
下
が
参
進
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
玉
串
行
事
を

行
い
、
両
手
に
太
玉
串
を
執
っ
て
御
垣
内
へ
入
ら
れ
ま
す
。
午
後
八
時
前
に
鶏
鳴
三
声
と
い
う

鶏
の
鳴
き
声
を
す
る
若
手
神
職
の
声
が
響
き
、
午
後
八
時
に
勅
使
が
「
出
御
」
を
奏
上
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
御
列
が
進
み
だ
す
と
い
う
順
序
に
な
り
ま
す
。
前
回
の
御
列
は
、
古
殿
か
ら
新

殿
ま
で
約
二
十
七
分
を
要
し
ま
し
た
。
二
十
七
分
間
の
神
秘
な
時
間
が
流
れ
ま
す
。
ビ
デ
オ
で
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は
赤
外
線
フ
ィ
ル
ム
の
映
像
で
す
か
ら
鮮
や
か
に
見
え
ま
す
が
、
当
日
奉
拝
席
か
ら
は
、
何
も

見
え
な
い
か
、
モ
ヤ
モ
ヤ
と
見
え
る
く
ら
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ビ
デ
オ
を
ど

う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
ビ
デ
オ
鑑
賞
】

ビ
デ
オ
で
遷
御
の
様
子
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
大
神
嘗
祭
に
つ
い
て
詳
し
く
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
も
兵
乱
や
殿
舎
未
柵
・
神
宝
未
着
な
ど
様
々
な
事
情
か
ら
、

遷
宮
と
神
嘗
祭
と
が
分
離
し
た
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
関
係
を
書
く
な
ら
ば
、
遷
御
・
由
貴
大

御
饌
・
奉
幣
・
御
遊
と
、
遷
宮
と
神
嘗
祭
が
三
十
四
回
ま
で
は
重
な
り
あ
っ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
諸
事
情
に
よ
り
遷
御
だ
け
分
離
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
十
二
月
の
月
次
祭
、
あ
る
い

は
二
月
の
祈
年
祭
と
一
緒
に
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事

情
の
中
で
も
、
や
は
り
神
職
た
ち
は
、
お
祭
り
が
続
い
て
な
い
と
納
得
し
な
い
と
い
う
事
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
大
御
饌
が
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
加
わ
り
ま
し
た
。
大
御
饌

が
最
後
に
加
わ
っ
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
、
奉
幣
は
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の

時
か
ら
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
御
神
楽
が
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
大
御
饌
・
奉
幣
・
御
神
楽
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
遷
宮
が
「
遷
宮
祭
」
と

い
う
形
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
資
料
で
は
、「
大
御
饌

昭
和
四
年
遷
宮

瑞
垣

神
饌
」
と
書
い
た
点
で
す
。
神
嘗
祭
の
大
御
饌
は
、
大
御
前
に
奉
ら
れ
る
の
が
当
然
の
あ
り
方

で
す
。
し
か
し
、
遷
宮
の
大
御
饌
は
、
瑞
垣
御
門
前
に
奉
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
神
嘗
祭
と
異

な
り
ま
す
。
ま
た
、
奉
幣
に
つ
い
て
も
、
正
殿
に
奉
納
さ
れ
る
の
が
通
常
で
す
が
、
遷
宮
の
奉

幣
は
東
宝
殿
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
御
饌
・
奉
幣
が
、
神
嘗
祭
よ
り
は
一
歩
も
二
歩

も
譲
っ
た
様
な
形
で
奉
仕
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
、
遷
宮
後
に
行

わ
れ
る
神
嘗
祭
が
、本
来
の
神
嘗
祭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
合
わ
せ
る
と
、
遷
宮
が
終
わ
っ
た
こ
と
で
、
神
嘗
祭
の
た
め
の
祭
場

準
備
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
点
は
、
神
霊
と
神
器
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
ビ
デ
オ
の

中
に
神
宮
の
若
手
神
職
が
「
カ
ケ
コ
ー
」
と
唱
え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
天
岩
戸
神
話
が
念
頭

に
あ
り
、
そ
の
時
の
鶏
の
鳴
き
声
を
な
ぞ
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
今
日
の
所
作
は
袖
を
叩
き
ま

す
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
被
っ
て
い
る
冠
を
叩
い
て
カ
チ
カ
チ
と
音
を
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
所

作
は
か
な
り
変
化
し
ま
し
た
が
、天
岩
戸
の
神
開
き
の
故
事
が
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

天
照
大
神
の
神
霊
を
新
し
い
御
殿
に
お
遷
し
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
願
に
置
か
れ
て
の
こ
と

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
勅
使
が
正
殿
の
階
下
に
お
い
て
、「
出
御
」
と
い
う
こ
と
を
三
度
奏
上

す
る
と
、
御
列
が
進
み
だ
し
ま
す
。
勅
使
の
出
御
奏
上
の
後
に
進
み
だ
す
意
味
は
、
皇
位
を
象

徴
す
る
三
種
の
神
器
一
つ
の
八
咫
鏡
が
動
く
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
主
導
す
る
の
は
宮
内
庁

側
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
宮
と
宮
内
庁
の
両
者
が
合
わ
さ
っ
て
、
神
話
と
歴

史
の
本
筋
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

最
後
に
付
け
足
し
と
し
て
述
べ
ま
す
が
、
江
戸
時
代
と
今
日
で
は
、
御
列
の
順
序
が
異
な
っ

て
い
ま
す
。
行
列
の
中
央
に
絹
垣
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
祭
主
は
絹
垣
の
前
を
歩
か

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
絹
垣
の
す
ぐ
後
ろ
、後
陣
の
最
前
列
を
宮
司
が
歩
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
な
り
、
前
陣
の
最
後
尾
、
つ
ま
り
絹
垣
の
す
ぐ
前
を
勅
使
が

歩
か
れ
、
絹
垣
の
後
ろ
、
後
陣
の
最
前
列
を
祭
主
が
歩
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
宮
司
は
絹
垣

の
中
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
明
治
の
御
世
に
な
り
、
天
照
大
神
の
お
祀
り
は
天

皇
の
ご
命
令
で
行
う
と
い
う
側
面
を
、
し
っ
か
り
行
列
の
上
で
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
表

れ
だ
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
遷
御
に
つ
い
て
の
想
い
を
申
し
述
べ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
今
日
の
講
演
の
機
会

を
頂
き
ま
し
た
皇
學
館
大
学
、
ご
来
聴
い
た
だ
い
た
皆
様
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
、
本
当
に

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
な
か
に
し

ま
さ
ゆ
き
・
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
教
授
）
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